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全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
に
関
す
る
質
問
主
意
書
を
本
年
一
月
二
十
一
日
に
提
出
し
、
同
二
十
九
日
に
答
弁
書
の
送
付
を

受
け
た
が
、
精
査
す
る
限
り
に
お
い
て
納
得
の
い
く
答
弁
を
頂
い
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
再
度
質
問
す
る
。

一

全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
（
以
下
「
本
調
査
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
悉
皆
調
査
か
ら
抽
出
調
査
に
変
更
さ
れ
た

こ
と
に
よ
り
、
本
調
査
の
目
的
・
機
能
が
変
更
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、
抽
出
調
査
の
他
に
希
望
利

用
方
式
も
導
入
し
た
こ
と
等
に
よ
り
、
「
本
調
査
の
目
的
は
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
の
政
府
答
弁
を
頂
い
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。
こ
の
答
弁
は
、
本
調
査
の
目
的
・
機
能
の
変
更
は
な
い
と
の
意
味
な
の
か
、
ま
ず
は
確
認
し
た
い
。

二

関
連
し
て
、
本
調
査
の
目
的
・
機
能
に
変
更
が
な
い
と
い
う
意
味
な
ら
ば
、
以
下
の
よ
う
な
疑
問
が
生
じ
る
。
す
な
わ

ち
、
先
の
質
問
主
意
書
で
も
指
摘
し
た
と
お
り
、
本
調
査
の
目
的
の
一
つ
に
、
「
各
学
校
が
、
児
童
生
徒
一
人
ひ
と
り
の
学

力
・
学
習
状
況
を
把
握
し
、
教
育
指
導
や
学
習
の
改
善
等
に
役
立
て
る
」
こ
と
が
あ
る
。
ま
さ
に
、
一
人
ひ
と
り
の
学
力
向

上
に
本
調
査
を
活
用
し
よ
う
と
す
る
目
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
悉
皆
調
査
に
お
い
て
は
じ
め
て
児
童
生
徒
一
人
ひ
と

り
の
学
力
等
の
把
握
が
可
能
で
あ
っ
て
、
今
回
の
抽
出
調
査
に
な
れ
ば
、
た
と
え
希
望
利
用
方
式
を
採
用
し
て
も
こ
の
方
式

一



を
利
用
し
な
い
学
校
設
置
者
も
存
在
す
る
わ
け
だ
か
ら
、
論
理
的
に
児
童
生
徒
一
人
ひ
と
り
の
学
力
等
の
把
握
は
不
可
能
で

あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
明
ら
か
に
本
調
査
の
目
的
の
一
部
で
は
あ
る
が
、
児
童
生
徒
一
人
ひ
と
り
に
対
す
る
科
目
毎

ま
た
は
単
元
毎
の
学
力
の
的
確
な
把
握
と
、
こ
の
把
握
に
基
づ
く
的
確
な
学
力
向
上
策
を
指
導
・
改
善
し
て
い
く
と
す
る
目

的
は
、
変
更
さ
れ
た
（
な
く
な
っ
た
）
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
問
い
た
い
。
な
お
、
本
調
査

の
対
象
か
ら
は
ず
れ
た
学
校
設
置
者
の
全
部
が
、
こ
の
希
望
利
用
方
式
を
利
用
す
る
こ
と
を
条
件
に
、
児
童
生
徒
一
人
ひ
と

り
の
学
力
等
の
把
握
が
で
き
る
と
の
発
想
も
可
能
で
あ
る
が
、
も
は
や
仮
定
の
話
で
あ
り
、
論
理
的
に
は
破
綻
し
て
い
る
こ

と
も
付
記
し
て
お
き
た
い
。

三

現
段
階
に
お
い
て
、
全
国
の
各
自
治
体
に
お
い
て
、
希
望
利
用
方
式
を
利
用
し
て
全
校
調
査
を
行
う
と
こ
ろ
は
ど
の
く
ら

い
な
の
か
教
え
て
ほ
し
い
。

四

先
の
質
問
主
意
書
に
お
い
て
、
希
望
利
用
方
式
を
利
用
し
な
く
て
も
本
調
査
が
実
施
で
き
た
学
校
設
置
者
と
希
望
利
用
方

式
を
利
用
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
学
校
設
置
者
と
の
不
公
平
さ
を
質
問
し
た
。
確
か
に
「
問
題
の
作
成
、
印
刷
及
び
学
校
へ

の
配
送
を
国
費
で
賄
う
こ
と
と
す
る
」
と
の
答
弁
に
は
一
定
の
配
慮
は
伺
え
る
。
し
か
し
、
採
点
・
集
計
等
は
学
校
設
置
者

の
自
己
負
担
で
あ
る
こ
と
は
不
変
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
の
不
公
平
さ
は
明
ら
か
に
残
る
。
政
府
と
し
て
は
、
こ
の
採

二



点
・
集
計
等
に
お
け
る
費
用
負
担
の
差
異
と
、
さ
ら
に
は
採
点
の
責
任
主
体
の
差
異
と
そ
れ
に
付
随
す
る
採
点
方
法
の
差
異

と
い
う
、
以
上
二
点
に
つ
い
て
学
校
設
置
者
間
あ
る
い
は
本
調
査
対
象
の
児
童
生
徒
間
に
お
い
て
、
不
公
平
さ
が
存
在
す
る

と
思
う
が
、
政
府
も
こ
れ
を
認
め
る
も
の
か
、
先
の
答
弁
で
は
不
明
で
あ
っ
た
た
め
確
認
し
た
い
。

五

そ
も
そ
も
、
児
童
生
徒
一
人
ひ
と
り
の
学
力
向
上
を
い
か
に
図
る
か
に
つ
い
て
、
国
が
そ
の
責
任
を
も
つ
政
策
と
考
え
て

い
る
の
か
、
さ
ら
に
、
そ
の
国
の
責
任
と
は
、
学
校
や
自
治
体
の
責
任
と
の
関
係
で
、
よ
り
主
体
的
主
導
的
な
責
任
な
の

か
、
逆
に
学
校
等
の
補
完
的
責
任
と
考
え
て
い
る
の
か
、
こ
の
価
値
判
断
が
今
回
の
本
調
査
が
悉
皆
で
あ
る
べ
き
か
抽
出
調

査
で
あ
る
べ
き
か
の
判
断
の
分
岐
点
に
な
る
と
考
え
る
が
故
に
政
府
の
見
解
を
問
い
た
い
。

六

本
調
査
が
、
国
及
び
各
自
治
体
に
お
い
て
の
児
童
生
徒
の
学
力
向
上
の
施
策
に
ど
う
活
か
さ
れ
て
い
る
の
か
、
具
体
的
施

策
を
で
き
る
限
り
紹
介
し
て
ほ
し
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
具
体
的
施
策
を
政
府
は
ど
う
評
価
し
て
、
ど
う
今
後
の
施
策
に
反
映

し
て
い
く
所
存
か
を
お
聞
き
し
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


